
近
殿
神
社

『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』（
一
八
四
一
年
成
立
）
に
は
「
近ち
か

殿ど
の

明
神
社
」
と
あ
る

社
殿
が
造
営
さ
れ
た
の
は

文
化
元
年
（
一

八
〇
四
）
以
降
と
い
わ
れ

る

六
代
衣
笠
城
主
・
三

浦
義
村
の
木
像
（
坐
高
三

十
五
詢
）
を
ご
神
体
と
し

て
祀ま

つ
り

境
内
に
は

家

紋
を
刻
ん
だ
旧
石
宮
が
あ

る
義
村
を
祀
る
神
社
は

横
須
賀
市
の
鴨
居
に
近ち
か

戸ど

横
須
賀
市
内
コ

ス
③

3◆
Ｊ
Ｒ
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バ
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三
浦
義
澄
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清
雲
寺
（
伝
三
浦
氏
三
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の

墓
）
―
◆
腹
切
松
公
園
―
◆
満
願
寺
（
佐
原
義
連
の
墓
）

―
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伝
巴
の
墓
―
◆
佐
原
城
址

三浦義村の木像（一木造り・玉眼）
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駒繋ぎ石



る
五
輪
塔
が
あ
る

三

個
重
ね
た
変
形
で

地

輪
に
梵ぼ
ん

字じ

を
刻
み
穴
を

あ
け

そ
こ
に
納
骨
し

た
ら
し
い

薬
王
寺
は
建け
ん

暦り

く

二
年

（
一
二
一
二
）
侍さ
む
ら
い

別べ

当と
う

和
田
義
盛
が

父
杉

本
義
宗
と
叔
父
三
浦
義

澄
を
弔
う
た
め
に
創
建

し
た
と
伝
え
る
寺
で
あ
る

こ
の
寺
の
屋
根
瓦
と
思
わ
れ
る
も
の

が
近
殿
神
社
境
内
か
ら
出
土
し

こ
れ
ら
は

和
泉
国
（
大
阪
）

で
焼
か
れ
た
京
都
の
壬み

生ぶ

寺
や
石い
わ

清し

水み
ず

八
幡
宮

鎌
倉
極
楽
寺
の

瓦
と
同
紋
様
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る

三
浦
氏
と
京
都
と

の
深
い
関
わ
り
を
示
す
も
の
で
あ
る

山
門
は

南
側
の
駒こ
ま

繋つ
な

ぎ
石
の
辺
り
に
あ

た

明
治
初
年
の

廃
仏
毀き

釈し

く

に
よ
り
廃
寺
と
な
り

本
尊
の
薬
師
像
は
同
宗
派
の
満

昌
寺
に
移
さ
れ

本
堂
の
西
北
に
あ

た
五
輪
塔
だ
け
が
残
さ
れ

た
と
い
う
わ
け
で
あ
る

神
社

大
津
町
に
千ち

片か
た

神
社
が
あ

た
が

文
字
こ
そ
違
う
が

「
ち
か
ど
の
」「
ち
か
た
」「
ち
か
ど
」
と
い
う
の
は

義
村
を
指

す
よ
う
で
あ
る

こ
こ
矢
部
郷
は

三
浦
氏
惣
家
の
屋
地
で
あ
る

三
浦
義
澄
を

矢
部
次
郎
と
呼
ぶ
の
も
義
澄
の
後こ
う

室し
つ

を
矢
部
尼
公
と
呼
ぶ
の
も

佐
原
盛
連
の
後
室
を
矢
部
禅
尼
と
呼
ぶ
の
も

皆

矢
部
に
居
し

た
こ
と
に
よ
る
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
六
月
北
条
時
頼
が

佐
原
盛
連
の
遺
領
安あ
ん

堵ど

の
御
下
文

み
く
だ
し
ぶ
み

を
矢
部
禅
尼
に
届
け
た
地
も
こ

こ
で
あ
る

こ
の
時
頼
こ
そ
矢
部
禅
尼
の
愛
孫
で

の
ち
に
執
権

と
な
る
人
物
で
あ
る

伝
三
浦
義
澄
の
墓

臨
済
宗
薬
王
寺
跡
（
市
指
定
）
に
三
浦
介
義
澄
の
も
の
と
伝
え

　
　
安
達
盛
長
　
景
盛
　
　
　
　
松
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①
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光
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執
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伝三浦義澄の五輪塔



清
雲
寺
（
臨
済
宗
）

縁
起
に
よ
れ
ば
清
雲
寺
は
三
代
衣
笠
城
主
の
三
浦
義
継
が

父
為た
め

継つ
ぐ

（
一
一
〇
八
年
没
）
の
た
め
に
創
建
し

父
に
似
せ
た
毘

沙
門
天
（
県
指
定
）
を
彫
ら
せ
本
尊
と
し
た
と
い
う

し
か
し

そ
の
造
立
は
義
継
の
時
代
で
は
な
く
鎌
倉
後
期
で
あ
る
こ
と
か

ら

運
慶
の
系
統
を
引
く
仏
師
の
手
に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い

る

こ
の
毘
沙
門
天
の
特
徴
は

兜か
ぶ
と

を
外
す
と
結け
つ

髪ば
つ

が
彫
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る

見
え
な
い
部
分
ま
で
細
工
が
行
き
届
い
た
珍

し
い
像
で
あ
る

現
在
の
清
雲
寺
の
本
尊
滝
見
観
音
は

円
通
寺
（
廃
寺
・
近
殿

神
社
の
東
北
側
に
あ

た
）
の
本
尊
で
あ

た
が

江
戸
後
期

こ
の
寺
に
遷
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

縁
起
に
よ
れ
ば

こ
の
滝
見

観
音
は

三
浦
為た
め

通み
ち

（
一
〇
八
三
年
没
）
が
宋
か
ら
請し

う

来ら
い

し
た
と

い
う
が

そ
の
造
立
は

南
宋
時
代
（
一
一
二
七

一
二
七
〇
）

で
あ

て

年
代
が
合
わ
な
い

承
久
の
乱
後

宗む
な

像か
た

社
領
（
福

岡
市
）
の
預
所
あ
ず
か
り
ど
こ
ろ

と
な

た
三
浦
泰
村
が

大
陸
貿
易
を
す
る
中
で

請
来
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

こ
の
滝
見
観
音
は

お
膝
を
立
て
た
半は
ん

跏か

像
（
最
近
で
は
遊
戯

像
と
も
い
う
）で
あ
る
中
国
産
の
堅
い
桜
桃
の
寄
木
で
造
ら
れ

目
は
黒
曜
石
の
よ
う
な
も
の
を
嵌は

め
込
み

毛
髪

瓔よ
う

珞ら
く

（
胸
飾

り
）
な
ど
は

中
国
独
特
の
練
り
物
で
作
ら
れ
て
い
る

本
堂
裏
に
三
浦
為
通

為
継

義
継
の
三
代
の
墓
と
伝
え
る
五

輪
塔
が
あ
る

為
通
と
義
継
の
も
の
は

円
通
寺
の
廃
寺
に
よ
り

昭
和
十
四
年

和
田
九

十
三
将
の
も
の
と
伝
え

る
五
輪
塔
群
と
と
も
に

移
さ
れ
た
も
の
で
あ

り

文
永
八
年
（
一
二

七
一
）
五
月
銘
の
葦
名

盛
信
の
板
碑
も
そ
う
で

あ
る

三浦氏が宋から請来したと
伝える滝見観音像（国指定）

伝三浦氏三代の廟所（市指定）



腹
切
松
公
園

清
雲
寺
蔵
「
三
浦
系
図
」
に
よ
れ
ば

衣
笠
城
落
城
の
際

三

浦
義
明
は

薬
王
寺
の
山
門
辺
り
の
老
松
の
下
で
自
害
し
た
と
さ

れ

御み

霊た
ま

木き

と
称
す
る
も
の
が
あ

た

現
在

少
し
離
れ
た
場

所
の
腹
切
松
公
園
に
は

何
代
目
か
の
腹
切
り
の
松
と
称
す
る
も

の
が
植
え
ら
れ
て
い
る

満
願
寺
（
臨
済
宗
）

竹
林
を
背
景
と
し
た
風
情
あ
る
地
に

満
願
寺
は
あ
る

本
尊

は
釈
迦

開
基
は
三
浦
義
明
の
末
子
佐
原
義よ
し

連つ
ら

と
伝
え
る

義
連

の
子
家
連
が

京
都
泉せ
ん

涌に

う

寺じ

の
開
山
俊し

ん
じ

う

を
三
浦
館
に
招
き
梵ぼ
ん

宇う

を
供
養
し
て
い
る
が

そ
の
梵
宇
と
は
こ
の
寺
で
あ
ろ
う

家

連
は
の
ち
に
肥
前
守
と
な
る
が

こ
の
よ
う
な
高
僧
を
招
く
こ
と

が
で
き
た
そ
の
財
力
を
偲し
の

ぶ
こ
と
が
で
き
る

昭
和
六
十
三
年

境
内
を
発
掘
し
た
際

瓦
溜
り
が
二
か
所

墓
が
一
基
十
三

十
四
世
紀
の
土
器
か
わ
ら
け

釘
な
ど
が
発
見
さ
れ
た

古
瓦
の
中
に
は

鎌
倉
永
福
寺
や
鶴
岡
八
幡
宮
二
十
五
坊
跡
か
ら

出
土
し
た
も
の
と
同
類
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

創

建
は

十
二
世
紀
末
の
可
能
性
が
高
い

創
建
当
初

こ
こ
は
沿

岸
地
域
で
あ
り

寺
域
は

今
よ
り
数
倍
あ

た
こ
と
が
判
明
し

て
い
る

佐
原
義
連
は

寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
二
月

源
義
経
に

従

て
一
谷
い
ち
の
た
に

戦
に
加
わ
り

鵯
越
ひ
よ
ど
り
ご
え

の
難
所
を
先
駆
け
し

勝
利
を

導
い
た
武
将
と
し
て
『
平
家
物
語
』
に
登
場
す
る

義
連
の
法
号

は
満
願
寺
殿
で
あ
る

境
内
に
彼
の
五
輪
塔
が
あ
る
が

福
島
県

喜
多
方
市
熱あ
つ

塩し
お

加
納
か
の
う

町
満
願
寺
（
廃
寺
）
に
も

伝
義
連
の
五
輪

塔
が
残
さ
れ
て
い
る

義
連
の
生
没
年
は
確
か
で
は
な
い
が

寺
伝
に
よ
れ
ば

観
音

像
は

義
連
十
九
歳
が
平
家
追
討
に
赴
く
際

自
ら
の
等
身
大
の

肖
像
を
彫
ら
せ
戦
勝
を
祈
願
し

凱が
い

旋せ
ん

し
て
願
が
満
ち
た
こ
と
か

ら
満
願
寺
と
号
し
た
と
い
う

高
く
結
い
上
げ
た
宝ほ
う

髻け
い

顎あ
ご

が

張

た
男
性
的
な
面
相

量
感
に
富
ん
だ
堂
々
た
る
体た
い

躯く

は

武
像高224襤の堂々とした観音像

（国指定）



佐原城址の碑

芸
で
鍛
え
た
大
男
義
連
の
力
強
さ
を
伝
え
て
い
る

腰
を
ひ
ね
り

膝
を
曲
げ
た
形
姿
か
ら
脇き

う

侍じ

と
み
ら
れ

そ
の
大
き
さ
か
ら

中

尊
の
阿
弥
陀
は
丈じ

う

六ろ
く

で
あ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

観
音

地
蔵
の
両
菩
薩
と
も

頭
部
は
差
し
込
み

寄
木
造
り

の
玉
眼
で

義
連
が
没
す
る
前
後
の
造
立
と
み
ら
れ
て
い
る

市

内
で
は

芦
名
浄
楽
寺
の
阿
弥
陀
三
尊
に
次
ぐ
秀
作
で
あ
る

毘
沙
門
天

不
動
明
王
の
両
像
（
市
指
定
）
は
寄
木
造
り

玉

眼

小
さ
め
だ
が
量
感
が
あ
る

毘
沙
門
天
は
鎌
倉
後
期
の
制
作

と
さ
れ
る
が

作
者
は
不
明
で
あ
る

伝
巴
の
墓

民
家
の
小
高
い
畑
地
の
先
端
に

五
輪
塔
が
二
基
み
え
る

巴と
も
え

の
墓
と
伝
え
る
よ
う
に
な

た
の
は
江
戸
後
期
で

佐
原
一
丁
目

に
も
そ
う
伝
え
る
も
の
が
あ
る
が

い
ず
れ
も
疑
わ
し
い
『
源

平
盛じ

う

衰す
い

記
』
に
よ
れ
ば

巴
は

木
曾
義
仲
の
愛
妾
で

義
仲
の

死
後

和
田
義
盛
に
請
わ
れ
て
そ
の
妾
と
な
り

あ
の
豪
壮
な
朝

比
奈
義
秀
を
生
ん
だ
と
す
る
が

義
仲
が
戦
死
し
た
元げ
ん

暦り

く

元
年

（
一
一
八
四
）
す
で
に
義
秀
は
九
歳
で
あ
る
か
ら

年
齢
が
合
わ

な
い

全
く
の
創
作
で
あ
る

佐
原
城
址

聖
徳
院
の
奥
の
台
畑
と
い
う
小
山
が

佐
原
義
連
の
居
城
と
伝

え
る
佐
原
城
址
で
あ
る

義
連
は

奥
州
藤
原
合
戦
の
後

会
津
四
郡
（
福
島
県
）
の
地ぢ

頭と
う

職し
き

を
給
さ
れ

和
泉

紀
伊
両
国
の
守
護
と
な

て
い
る

遠

像高約２襷の地蔵像（国指定）
運慶派の地方仏師の作による



州
灘
に
面
し
た
遠
江
と
お
と
う
み

国
笠
原
庄（
静
岡
県
）の
地
頭
で
も
あ

た

子
家
連
は
紀
伊
守
護
や
肥
前
守
を
歴
任
し

紀
伊
守
護
は

家
連

の
子
光
連
に
継
承
さ
れ

そ
の
支
配
は

宝
治
の
乱
で
惣
家
泰
村

に
連
座
し
て
滅
び
る
ま
で
続
い
て
い
る

怒 田 城 址
衣笠城の出城である。衣笠合戦の

際、和田義盛がここ怒
ぬ
田
た
城に籠

こも
るよ

う進言したが、三浦義明は衣笠城で
戦うことこそ意義があると反論した
場面が『源平盛衰記』にある。二千
坪余あったというが、昭和十七年、
京急線敷設のため、本丸跡など半分
以上が削られた。城の東側が船倉で、
衣笠合戦の際、城を脱出した三浦義
澄らは、この船倉に用意してあった
船で安房落ちしている。丘下の舟

ふな
倉
ぐら

町という地名はその名残りである。
（ＪＲ久里浜駅下車）
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